
人
間
社
会
に
は
、
数
々
の
紛
争

が
あ
り
ま
す
。
大
規
模
な
も
の
に

戦
争
が
あ
り
ま
す
。
社
会
の
平
穏

を
保
つ
た
め
、
紛
争
の
解
決
手
段

が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

人
間
社
会
が
続
く
限
り
、
解
決
手

段
の
必
要
性
と
し
て
裁
判
が
あ
る

の
で
す
。

裁
判
の
主
体
は
公
権
力
で
す
。

実
態
は
武
力
（
死
刑
）
行
使
を
伴

う
権
力
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

暴
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
国
家

権
力
で
す
。

果
た
し
て
法
律
に
反
し
な
い
限

り
す
べ
て
が
許
さ
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。

裁
判
と
は
主
文
（
結
論
）
の
こ

と
で
す
。

良
く
聞
く
の
で
す
が
、
弁
護
士

の
力
量
が
裁
判
に
大
き
く
影
響
す

る
と
言
い
ま
す
。

本
当
で
し
ょ
う
か
。
弁
護
士
と

の
相
性
が
当
然
あ
る
と
思
い
ま
す

が
、
そ
れ
よ
り
も
大
切
な
の
は
依

頼
人
の
「
志
」
が
、
弁
護
士
を
奮

い
立
た
せ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

裁
判
の
多
く

は
事
実
（
証
拠
）

の
存
否
で
勝
敗

が
決
ま
り
ま
す
。

裁
判
の
理
由
は
、

「
主
文
を
導

く
説
明
」
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

ま
た
裁
判
の
「
必
要
性
」

の
存
否
が
適
法
性
を
左
右
し

ま
す
。

日
本
国
憲
法
で
は
人
権
を

回
復
す
る
手
段
と
し
て
「
裁

判
を
受
け
る
権
利
」
が
保
障

さ
れ
、
そ
の
事
件
の
み
、
救

済
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま

す
。当

事
務
所
は
、
民
事
で
前

取
締
役
を
金
沢
地
裁
に
提
訴

し
て
い
ま
す
。

国
家
の
め
ざ
す
方
向
が
変
わ

ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
チ
ャ

ン
ス
と
捉
え
る
。
起
業
家
の
精

神
と
は
そ
ん
な
も
の
だ
ろ
う
。

常
識
を
く
つ
が
え
す
発
想
に
成

功
の
芽
が
あ
る
。

前
政
権
ま
で
に
た
ま
っ
た
行

政
の
膿
が
、
少
し
ず
つ
傷
口
か

ら
流
れ
出
て
い
け
ば
、
治
癒
へ

の
期
待
は
高
ま
り
、
国
民
の
元

気
も
回
復
し
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
、
内
需
型
の
成
長
へ

と
動
き
が
は
じ
ま
る
に
違
い
な

い
。日

本
の
潜
在
成
長
率
は
1
％

未
満
だ
と
い
う
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

が
い
る
が
、
彼
ら
が
根
拠
に
し
て

い
る
の
は
霞
が

関
か
ら
の
情
報

の
お
こ
ぼ
れ
だ
。

政
府
の
審
議
会
な
ど
に
権
威
と
し

て
呼
ば
れ
、
省
庁
に
都
合
の
い
い

発
言
を
す
る
代
わ
り
に
、
デ
ー
タ

を
も
ら
う
。
官
僚
が
肝
心
な
数
字

を
隠
し
た
り
改
ざ
ん
し
て
い
て
も

気
づ
か
な
い
。

だ
か
ら
、
「
25
％
削
減
」
で
家

計
に
年
間
３
６
万
円
負
担
が
増
え

る
と
い
う
麻
生
政
権
時
の
政
府
試

算
が
世
間
に
ま
か
り
通
る
。

官
僚
の
試
算
や
そ
れ
に
基
づ
く

政
策
は
、
過
去
の
実
績
、
常
識
、

固
定
観
念
に
左
右
さ
れ
る
が
、
政

権
交
代
に
よ
る
未
来
の
変
化
予
測

は
織
り
込
ん
で
い
な
い
。
織
り
込

め
な
い
未
知
の
部
分
と
も
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
不
確
定
な
未
知
の

部
分
に
こ
そ
、
新
し
い
成
長
の
種

が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
誰
の

目
に
も
明
ら
か
な
価
値
は
、
も
は

や
古
び
た
価
値
で
あ
る
（
永
田
町

異
聞
）

目
的
と
目
標
は
何
か
、
そ
れ
は
、

誤
っ
て
い
な
い
の
か
。

「
会
社
の
た
め
」
で
な
く
自
分
の

利
益
を
最
優
先
す
る
。
こ
れ
が
正

論
で
し
ょ
う
か
。

仁
義
と
任
侠
が
ビ
ジ
ネ
ス
の
基

礎
で
な
く
し
て
、
何
が
我
が
国
の

ビ
ジ
ネ
ス
で
し
ょ
う
。
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羊
は
つ
ね
に
後
か
ら
付
い
て
く

る
。

「
俯
瞰
（
ふ
か
ん
）
的
な
視
点

と
、
ぶ
れ
な
い
機
軸
」
が
今
ほ

ど
問
わ
れ
る
時

代
は
な
い
。

「
危
険
を
避
け

る
に
は
危
険
を

知
る
」

ま
さ
に
明
治
維
新
以
来
の
社

会
情
勢
で
す
。
こ
れ
か
ら
起
き

る
こ
と
は
我
々
の
想
像
を
遙
か

に
超
え
る
と
思
う
。

楽
観
視
す
る
事
は
誤
り
で
す
。

最
悪
を
想
定
し
長
期
的
視
野
で

見
て
、
未
来
の
危
険
を
知
る
。

こ
れ
ま
で
自
分
の
基
準
（
物
さ

し
）
は
通
用
し
な
い
と
考
え
ま

し
ょ
う
。

も
う
こ
れ
以
上
考
え
る
こ
と

が
出
来
な
い
く
ら
い
に
集
中
し

て
時
間
を
使
い
考
え
る
。
そ
し

て
書
く
。

常
に
「
売
り
手
よ
し
、
買
い
手

よ
し
、
世
間
よ
し
」

の
三
方
よ
し
が
、
商

い
の
王
道
で
あ
っ
て

ほ
し
い
。


